
柳
永
詞
に
つ
い
て

ー

そ
の
艶
詞
に
関
す
る
1
考
察
-

中

原

健

二

京

都
大

畢

北
宋
初
期
の
代
表
的
詞
人
柳
永
は
ー
慢
詞
隆
盛
の
端
緒
を
ひ
ら
い

た
詞
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
｡
柳
永
は

『
宋
史
』
に
侍
が
記
載
さ
れ

ず
ー
そ
の
詳
細
な
停
記
は
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
ー
そ

①

の
概
略
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る

｡

柳
永
は
､

朱
､

太
宗
の
宛
照
四
年

(九
八
七
)
に
父
柳
宜
の
第
三

子
と
し
て
生
ま
れ
た
｡
若
年
よ
-
文
名
が
あ
-
､
兄
の
三
復
､
三
接

と
共
に

〃
柳
氏
三
権
〃

と
解
さ
れ
た
｡
後
ー

科
挙
受
験
の
た
め
に

国
都
の
汚
京
に
上
る
が

ー

普
時
､
宋
朝
は
五
代
の
騒
乱
を
治
め
ー
安

定
と
繁
柴
の
道
を
歩
ん
で
お
-
､
国
都
洋
京
は
政
治

･
経
済
の
中
心

と
し
て
繁
柴
し
て
い
た
｡
柳
永
は
た
ち
ま
ち
都
の
空
気
に
染
ま
-
I

遊
里
に
入
-
浸
-
､
官
吏
と
し
て
栄
達
す
る
以
前
に
巷
間
の
通
俗
詞

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

人
と
し
て
有
名
に
な

っ
て
L
等

つ
｡
こ
う
し
た
行
状
と
そ
の
艶
詞
の

た
め
か
ー
科
挙
に
は
な
か
な
か
及
第
で
き
ず
ー
景
拓
元
年

(
一
〇
三

四
)､
か
な
-
晩
年
に
な

っ
て
や

っ
と
及
第
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
し

か
し
ー
昇
進
は
意
の
ま
ま
な
ら
ず
ー
地
方
官
を
韓

々
と
し
た
末
ー
仁

完
の
皇
拓
五
年

(
1
〇
五
三
)ー
官
吏
と
し
て
は
不
遇
の
一
生
を
終
え

た

｡柳
永
は
そ
の
詞
集
と
し
て

『
柴
草
集
』
を
今
に
俸
え
て
お
-
､
そ

の
集
線
す
る
作
品
は
二
百
首
飴
-
1
大
部
分
が
い
わ
ゆ
る
蛮
族
行
役

の
詞
と
艶
詞
と
で
占
め
ら
れ
て
い
る
｡
古
来
､
柳
永
に
封
す
る
許
債

は
肯
定
論
､
否
定
論
の
両
様
に
分
か
れ
る
が
､
次
に
あ
げ
る
の
は
そ

の
一
例
で
あ
る
O

始
有
柳
屯
田
永
者
､
奨
蓉
聾
作
新
聾
ー
出
楽
章
集
ー
大
得
聾
稀

干
世
､
維
協
音
律
1
両
詞
語
塵
下
ー

世
言
柳
者
卿
曲
俗
､
非
也
､
如
八
撃
甘
州
云
ー
漸
霜
風
涛
緊
ー

閑
河
冷
落
､
残
照
営
模
ー
此
県
唐
人
語
不
滅
高
虚
臭
ー
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二
十
五
鮒

前
者
は
､
宋
､
胡
仔
の
『
薯
奨
漁
隠
叢
話
』
後
集
奄
三
十
三
に
引
-

女
流
詞
人
李
清
照
の
言
葉
で
あ
る
｡
彼
女
は
柳
永
の
作
品
を
ー
音
律

に
か
な

っ
て
は
い
る
が
ー
そ
の
言
葉
は
非
常
に
俗
な
も
の
で
あ
る
と

非
難
す
る
｡
し
か
し
､

一
方
で
は
後
者
の
よ
-
な
見
解
も
見
ら
れ
る
｡

こ
れ
は
､
宋
ー
典
官
の

『
能
改
斎
漫
銀
』
巻
十
六
に
引
-
晃
無
智
の

言
葉
で
あ
る
が
､
柳
永
の
詞
は
俗
で
は
な
-
ー
そ
の
八
聾
甘
州

(仙

呂
調
)
の
中
の
句
の
如
き
は
､
唐
人
の
も
の
に
も
劣
ら
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
ー
柳
永
に
封
す
る
評
債
は
確
か
に

肯
定
否
定
両
様
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
､
肯

定
論
に
は
蜜
は

一
つ
の
候
件
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

たく

③

そ
れ
は
ー
〃

幕
旅
行
役
に

工

み

な

-

〃

と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
窺
え

る
よ
う
に
ー
柳
永
の
詞
で
も
蛮
族
行
役

の
詞
な
ら
ば
肯
定
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
先
に
あ
げ
た
鬼
無
答
の
言
葉
で
も
ー

柳
詞
は
俗
だ
と
言
わ
れ
る
が
ー
蘭
旅
行
役
の
詞
の
中
に
は
こ
の
よ
う

に
俗
で
な
い
も
の
も
あ
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
ー
消
極
的
な

肯
定
論
と
言
え
る
｡
寓
旋
行
役
の
詞
と
共
に

『
楽
章
集
』
の
大
き
な

部
分
を
占
め
る
艶
詞
は
ー
俗
だ
と
し
て
､
は
じ
め
か
ら
無
税
さ
れ
る

か
否
定
ざ
れ
て
い
る
か
の
如
き
で
あ
る
O
詞
話
の
額
で
も
､
柳
永
の

艶
詞
に
つ
い
て
議
論
す
る
も
の
は
殆
ど
見
首
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

③

柳
永
の
艶
詞
は
や
は
-

〃
俗
〃

な
も
の
で
あ
-
1
許
債
の
輿
え
が
た

い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
筆

者
は
柳
永
の
艶
詞
を
評
債
す
べ
き
も

の
と
考
え
る
も
の
で
あ
-
､
ま
た
ー
柳
永
及
び
柳
詞
の
全
膿
像
を
つ

④

か
む
う
え
で
も
ー
そ
の
初
期
の
作
と
思
わ
れ
る

艶

詞
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
て
お
-
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
こ
で
ー

本
稿
に
於
て
は
､
麿

･
五
代
の
艶
詞
の
特
徴
と
性
格
を
ふ
ま
え
､
ほ

ぼ
同
時
代
の
張
先
､
曇
殊
､
欧
陽
修
の
三
家
と
の
比
較
を
ま
じ
え
な

が
ら
ー
柳
永
の
艶
詞
に
つ
い
て
少
し
-
考
察
を
加
え
て
ゆ
-
こ
と
に

し
た
い
｡

麿
末
の
握
庭
覇
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
ー
洗
練
さ
れ
た
詞
と
い
う
文

学
様
式
は
ー
五
代
に
於
て
隆
盛
に
向
か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
局
の
地

を
中
心
と
し
て
は

『
花
間
集
』
の
詞
人
た
ち
､
南
唐
で
は
国
主
の
李

境

･
李
侵
父
子
ー
漏
延
巳
を
中
心
と
し
た
詞
人
た
ち
が
活
躍
し
た
｡

こ
れ
ら
唐

･
五
代
の
詞
人
た
ち
の
作
品
は
ー

『
花
間
集
』
や

『
尊
前

集
』
､

あ
る
い
は
漏
延
巳
の

『
陽
春
集
』
な
ど
と
し
て
俸
え
ら
れ
て
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⑤

い
る

｡

こ
れ
ら
の
詞
集
に
載
せ
る
作
品
は
多
-
艶
詞
で
あ
-
､
テ
ー

マ
と
し
て
は
大
股
次
に
あ
げ
る
二
種
の
も
の
が
多
い
｡

一
つ
は
い
わ

ゆ
る
閏
怨
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
あ
-
ー
ま
た

一
つ
は
女
性
の
容

⑥

貌
や
姿
態
の
美
し
さ
を
描
寓
す
る
た
ぐ
い
の
作
品
で
あ

る

O
柳
永
の

艶
詞
に
於
い
て
も
､
こ
れ
ら
二
種
の
作
品
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
｡

そ
の
鮎
で
は
柳
永
の
艶
詞
も
唐

･
五
代
の
艶
詞
を
受
け
鰹
い
で
お
-
I

テ
ー
マ
の
選
樺
は
俸
統
的
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
､
作
品
の
表
現
方

法
､
創
作
態
度
な
ど
の
鮎
で
は
柳
永
滞
日
の
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で

-
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
は
前
述
の
二
種
の
テ
ー
マ
の
作
品
を
中
心
に
み
て

ゆ
-
こ
と
に
し
よ
う
O
ま
ず
閣
怨
詞
か
ら
と
-
あ
げ
る
｡

二

間
怨
詞
は
男
性
と
離
別
し
た
女
性
の
悲
し
み
や
恨
み
を
テ
ー
マ
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
､
柳
永
の
作
品
に
於
て
も
そ
れ
は
契
ら
な
い
｡

そ
こ
で
ー
こ
こ
で
は
表
現
方
法

(女
性
の
悲
し
み
や
恨
み
を
ど
の
よ

う
な
方
法
で
表
現
す
る
か
)
に
重
鮎
を
お
い
て
検
討
し
て
ゆ
-
｡
柳

永
の
作
品
の
検
討
に
入
る
前
に
､
ま
ず
麿

･
五
代
の
閏
怨
詞
か
ら
例

を
あ
げ
､
そ
の
特
徴
と
性
格
を
お
さ
え
て
お
こ
う
｡

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

菩
薩
蟹

牡
丹
花
謝
鴬
聾
敬

称
楊
滞
院
中
庭
月

相
憶
夢
難
成

背
窃
燈
牛
明

翠
釦
金
歴
腺

寂
実
香
閏
掩

人
遠
涙
聞
干

燕
飛
春
又
残

浬
庭
筒

(花
間
集
巻
一
)

牡
丹
の
花
は
散
-
､
-
ぐ
い
す
の
聾
も
や
ん
で

し
ま
っ
た
｡
柳
は
庭

一
杯
に
し
げ
-
'
中
庭
を

月
が
照
ら
し
て
い
る
｡
あ
の
人
が
懲
し
い
け
れ

ど
'
夢
に
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
窓
に
向
け

た
と
も
し
び
は
薄
明
る
い
光
を
投
じ
て
い
る
｡

金
の
零
細
を
つ
け
た
美
し
い
顔
｡
閏
房
は
寂
し

-
と
ざ
さ
れ
て
い
る
｡
懲
し
い
人
は
遠
-
離
れ

r

て
し
ま
い
,
涙
は
は
ら
は
ら
と
流
れ
る
O
燕
が

お

飛
び
交
い
,
春
が
ま
た
過
ぎ
ん
と
す
る
｡

一

湿
庭
筒
は
い
わ
ゆ
る
花
間
涯
を
代
表
す
る
詞
人
で
あ
-
､
こ
れ
は

著
名
な

｢
菩
薩
轡
｣
十
四
首
の
う
ち
の

l
首
で
あ
る
.

前
閑
は
ま
ず
ー
牡
丹
の
花
が
散
-
1
う
ぐ
い
す
の
聾
は
や
み
､
育

青
と
し
た
柳
の
繁
る
庭
に
月
あ
か
-
の
差
す
情
景
を
描
-
｡
そ
し
て
ー

次
に
輯
じ
て
閏
房

の
様
子
を
寓
し
だ
す
｡
そ
こ
で
は
主
人
公
で
あ
る

女
性
が
､
懲
し
い
人
を
夢
み
る
こ
と
も
で
き
ず
に
ー
う
す
暗
い
中
､
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十
五
珊

ベ
ッ
ド
に
臥
し
て
い
る
｡

後
閑
に
入
る
と
そ
の
女
性
の
描
寓
に
移
-
I

讃
者
の
眼
は
女
性

へ
と
近
づ
け
ら
れ
る
｡
美
し
い
髪
飾
-
は
顔
に
垂

れ
か
か
-
1
遠
-
離
れ
て
し
ま

っ
た
人
を
思

っ
て
は
は
ら
は
ら
と
涙

を
流
す
｡
最
後
の

〃
燕
飛
春
又
残
〃

の
句
に
至

っ
て
､
讃
者
の
眼
は

再
び
閏
房
と
庭
と
の
見
渡
せ
る
位
置

に
ま
で
退
-
｡
〟

燕
が
飛
び
交

い
ー
今
年
も
ま
た
あ
の
人
が
締

っ
て
来
な
い
ま
ま
で
春
が
終
ろ
う
と

し
て
い
る
〃

と
う
た
う
こ
の
句
は
､
讃
者
の
眼
に
映
ず
る
閏
房
と
庭

全
鰹
を
も
の

悲
し
い
雰
囲
気
で
包
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か

も
ー
こ
の
作
品
の
も
つ
雰
囲
気
は
単
に
も
の
悲
し
い
ば
か
り
で
は
な

い
｡
牡
丹
ー
鷲
､
翠
釦
な
ど
の
濃
艶
な
情
緒
を
か
も
し
出
す
言
葉
と
ー

美
し
い
女
性
の
姿
態
の
措
寓
と
が
相
侯

っ
て
ー

一
方
で
は
非
常
に
濃

艶
な
情
緒
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
ー
こ
れ
ら

一
見
相
反
す
る
二
つ
の
情
緒
が
溶
け
合

っ
て
､

l
種
鴻
特
の
雰
囲
気

が
か
も
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
猪
特
の
雰
囲
気
を

持
つ
湛
庭
鈎
の
詞
風
に
つ
い
て
ー
村
上
哲
見
氏
は
か
つ
て

｢温
飛
脚

の
文
学
｣
(『
中
国
文
学
報
』

第
五
耕

､
一
九
五
六
)

の
中
で
次
の
よ
う

⑦

に
述
べ

て
い
る
｡

そ
こ
に
は
､
細
除
に
し
て
幽
遠
な

l
の
感
覚
的
境
地
が
構
成
さ

れ
る
だ
け
で
､
具
膿
的
な
情
景
ー
場
面
と
い
っ
た
も
の
は
讃
む
も

の
の
想
像
に
ま
か
せ
ら
れ
る
｡
そ
の
陶
酔
的
な
雰
囲
気
は
形
を
も

た
な
い
た
め
に
無
限
の
境
が
り
を
も
つ
｡

こ
れ
は
的
確
な
指
摘
で
あ
る
｡
し
か
し
ー
〟

無
限
の
操
が
り
を
も

つ
〃

と
い
う
表
現
に
は
少
し
-
注
樺
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
｡
確

か
に

､
後
に
と
り
あ
げ
る
女
性
を
う
た
う
作
品
に
於
て
は
､
そ
の
夢

幻
的
な
な
ま
め
か
し
い
雰
囲
気
が

〟
無
限
の
按
が
-
を
も
つ
〃

と
言

え
る
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
閏
怨
詞
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し

た
い
｡

先
程
､
作
品
の
解
樺
に
あ
た
っ
て
筆
者
は

〟
讃
者
の
眼
〃

と
い
う
言

葉
を
使

っ
た
が
ー
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
あ
た
か
も
ス
ク
リ

ー
ン
に
映

し
出
さ
れ
た
映
像
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
ご
と
-
み
え
る
か
ら
で
あ

る
｡
確
か
に
ー
〃

具
鰹
的
な
情
景

･
場
面
は
〃

〟
讃
む
も
の
の
想
像

に
ま
か
せ
ら
れ
る
〃

の
で
あ
る
が
､
作
品
の
情
景
は
ス
ク
リ
ー
ン
で

限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ス
ク
-
1
ソ
と
は
ー
換
言
す
れ
ば
ー

閏
怨
詞
が
本
来
主
題
と
す
る
女
性
の
悲
し
み
や
恨

み
の
感
情

で
あ

る
｡
悲
し
み
や
恨
み
と
い
う
も
の
は
頚
散
損
大
し
て
ゆ
-
も
の
で
は
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な
-
､
い
わ
ば
凝
縮
し
て
ゆ
-
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
作
品

の
持

つ

〟
陶
酔
的
な
雰
囲
気
〃
が

〟
無
限
の
損
が
-
を
も
つ
〃

と
い

っ
て
も
ー
決
し
て
ス
ク
リ
ー
ン
を
飛
び
出
し
て
顎
散
す
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
｡

つ
ま
-
1
修
辞
的
な
彫
球
か
ら
生
ず
る
な
ま
め
か
し

い
雰
囲
気
が
､
女
性
の
悲
し
み
や
恨
み
を
う
た
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ず

る
暗
-
凝
縮
し
た
雰
囲
気
の
中
に
ー
滞
然
と
融
合
し
て
い
る
の
が
､

村
上
氏
の
い
う
〃
陶
酔
的
な
雰
囲
気
〃

な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
ー
こ

の
よ
う
な
雰
囲
気
は
温
庭
笥
ば
か
-
で

な
-
1
彼
を
中
心
と
し
た
い

わ
ゆ
る
花
間
涯
の
詞
人
の
作
品
の
も
つ
ー
あ
る
い
は
志
向
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
｡

次
に
､
南
麿
の
漏
延
巳
の
作
品
を
あ
げ
て
み
よ
う
｡

欲
語
還
傭

日
暮
疏
鐘

讐
燕
帝
栖
董
閣
中

の
上
病
気
に
か
か
っ
た
み
た
い
だ
｡
物
を
言
お

う
と
し
て
も
や
は
-
も
の
う
い
｡
日
が
暮
れ
て
'

夕
暮
れ
を
告
げ
る
鐘
の
音
が
ま
ば
ら
に
聞
こ
え

て
-
る
｡
そ
の
中
を
一
つ
が
い
の
燕
が
美
し
い

棲
闇
に
締
っ
て
来
る
｡

采
桑
子

中
堂
深
静
無
人
到

滞
院
春
風

開
帳
謄
東

一
樹
倭
桃
帯
雨
紅

恋
心
似
酔
乗
如
病

(陽
春
集
)

小
さ
な
部
屋
は
ひ
っ
そ
-
と
静
ま
り
か
え
-
､

訪
れ
る
人
も
な
い
｡
庭
に
は
春
風
が
舞
っ
て
い

る
と
い
う
の
に
'
東
の
垣
の
と
こ
ろ
で
愁
い
悲

し
む
｡
榎
桃
の
花
は
雨
に
洗
わ
れ
､
ひ
と
き
わ

紅
さ
を
ま
し
て
い
る
｡

心
は
悲
し
み
愁
え
酒
に
酔
っ
た
よ
う
だ
し
'
そ

前
閲
で
は
､
部
屋
に
は
来
る
人
も
な
-
ひ
っ
そ
-
と
し
､
庭
に
は

春
風
が
舞
い
､
慣
桃
の
花
が
雨
に
洗
わ
れ
て
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
さ
を

埼
し
た
情
景
を
寓
L
t
そ
の
中
で
愁
い
悲
し
む
女
性
の
様
子
を
措
-
0

後
願
は
そ
れ
を
う
け
ー
心
は
悲
し
み
愁
え
ー
酒
に
酔
い
病
気
に
な

っ

た
よ
う
で
ー
物
を
言
お
う
と
し
て
も
や
は
-
も
の
う
-
な

っ
て
し
ま

う
と
う
た
い
出
す
｡
そ
し
て
ー
最
後
に
夕
暮
れ
を
告
げ
る
鐘
の
青
が

ま
ば
ら
に
聞
こ
え
て
来
る
中
を
ー

一
つ
が
い
の
燕
が
美
し
い
模
関
に

締

っ
て
乗
る
情
景
を
措
寓
し
て
終
る
｡
こ
の
作
品
に
は
前
掲
の
浬
庭

靖
の
菩
薩
聾
の
よ
う
な
濃
艶
な
情
緒
は
映
け
て
い
る
｡
そ
れ
は
ー
花

間
涯
の
作
品
が
女
性
の
姿
態
の
描
寓
や
､
花
､
小
動
物
､
家
具
調
度

品
､
そ
れ
に
女
性
の
装
身
具
を
織
-
込
ん
だ
措
寓
を
す
る
の
に
射
し
､

漏
延
巳
の
作
品
の
多
-
が
風
景
や
情
景
の
描
寓
を
比
較
的
多
-
用
い

る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
ー
漏
延
巳
の
作
品
に
も
花
問
涯
風
の
措
寓
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は
よ
-
み
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
､
漏
延
巳
に
特
徴
的
と
思
わ
れ
る
の

は
む
し
ろ
次
の
鮎
で
あ
る
｡
こ
の
采
桑
子
に
つ
い
て
言
え
ば
､

〟
慨

慣
謄
東
〃

や
〟

愁
心
似
酔
乗
如
病
ー
欲
語
遠
傭
〃

の
よ
う
に
､
女
性

の
悲
し
み

恨
む
状
態
を
描
寓
す
る
句
が
作
品
中
に

よ
-
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
が
漏
延
巳
の
作
品
が
花
間
涯
の
も
の
と
異

な
る
鮎
で
あ
る
が
ー
そ
れ
は
表
現
方
法
に
於
け
る
相
違
で
あ

っ
て
､

閏
怨
詞
を
創
作
す
る
態
度
の
上
で
は
両
者
と
も
に
同
じ
基
盤
に
立

っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
ー
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に

し
ー
こ
こ
で
は
唐

･
五
代
の
閏
怨
詞
の
表
現
方
法
の
特
徴
を
ま
と
め

て
お
-
に
留
め
て
お
こ
う
｡

◆

<
湿
庭
篤
を
中
心
と
す
る
花
間
涯
に
つ
い
て
>

濃
艶
な
情
緒
を
生
ぜ
し
め
る
語
桑
を
多
用
し
ー
そ
の
濃
艶
さ
と
､

閤
怨
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
つ
悲
し
み
や
恨
み
と
い
っ
た
暗
い
情
緒
と

の
融
合
に
よ

っ
て
織
-
な
さ
れ
る
猪
特
の
雰
囲
気
を
志
向
す
る
｡
極

度
に
修
辞
的
ー
耽
美
的
な
表
現
で
あ
る
｡

<
漏
延
巳
に
つ
い
て
∨

風
景
や
情
景
の
措
寓
が
比
較
的
多
用
さ
れ
る
｡

ま
た
､
女
性
の
悲

し
み
恨
む
状
態
を
描
寓
す
る
こ
と
が
多
-
1
そ
れ
が
直
哉
詩
句
の
上

に
の
せ
ら
れ
る
｡
花
間
涯
に
比
較
し
て
み
れ
ば
､
修
辞
的
､
耽
美
的

な
度
合
い
が
少
な
い
表
現
が
多
い
｡

勿
論
､
唐

･
五
代
の
作
品
が
こ
れ
ら
二
種
の
表
現
方
法
の
も
の
に

整
然
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
花
間
涯
の
作
品
に
も
漏
延
巳

に
近
い
も
の
が
あ
-
1
そ
の
逆
も
ま
た
言
え
る
の
で
あ
る
｡

以
上
ー
磨

･
五
代
の
閏
怨
詞
に
つ
い
て
述
べ
て
爽
た
が
ー
こ
こ
で
､

こ
れ
ま
で
述
べ
た
麿

･
五
代
の
作
品
と
は
少
し
毛
色
の
襲

っ
た
表
現

の
見
ら
れ
る
作
品
が
ー
少
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
の
で
解
れ
て
お

き
た
い
｡
ま
ず
例
と
し
て

一
首
あ
げ
る
｡

菩
薩
轡

ヂ
鶴

(花
間
集
巷
九
)

庸
雲
暗
合
秋
天
白

お
か
の
上
に
浮
か
ぶ
雲
が
い
つ
の
ま
に
か
集
ま

38

僻
菌
猪
坐
窺
燈
阿

棲
際
角
重
吹

黄
昏
方
酔
蹄

っ
て
､
秋
の
空
は
白
い
｡
窓
適
に
か
-
れ
て
一

人
坐
-
'
も
や
の
た
ち
こ
め
る
通
-
を
う
か
が

-
｡
城
門
の
懐
で
角
笛
が
何
度
も
吹
か
れ
'
た

そ
が
れ
時
に
な
っ
て
夫
は
よ
う
や
-
酔
っ
沸
っ



荒
唐
難
共
語

明
日
遠
慮
去

上
馬
出
門
時

金
鞭
莫
輿
伊

て
掃
っ
て
来
た
｡

言
う
こ
と
は
で
た
ら
め
で
､
話
を
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
｡
き
っ
と
明
日
も
ま
た
行
っ
て
し
ま

-
に
違
い
な
い
｡
馬
に
乗
っ
て
出
掛
け
る
と
き
'

金
の
む
ち
を
渡
し
て
や
る
ま
い
｡

こ
れ
は
放
蕩
な
夫
を
も

っ
た
妻
の
嘆
き
を
う
た
っ
た
作
品
で
あ
る
｡

前
関
で
は
ー
秋
の
暮
れ
方
､
じ

っ
と
通
-
を
見
つ
め
て
待
つ
妻
の
も

と
に
､
城
門
の
角
笛
が
吹
か
れ
る
た
そ
が
れ
時
に
な

っ
て
ー
夫
は
や

っ
と
掃

っ
て
来
た
と
う
た
う
｡
こ
う
し
て
情
況
が
設
定
さ
れ
る
｡
そ

し
て
､
掃

っ
て
来
た
夫
は
酔

っ
沸

っ
て
い
て
ー
言
う
こ
と
は
で
た
ら

め
で
話
も
で
き
な
い
､
と
後
閑
に
受
け
鮭
が
れ
て
ゆ
-
｡
こ
の
後
に
ー

他
の
多
-
の
唐

･
五
代
詞
に
な
い
毛
色
の
襲

っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡

〃

夫
は
明
日
も
ま
た
遊
び
に
行

っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
｡
馬
に

乗

っ
て
出
掛
け
る
時
ー
む
ち
を
渡
し
て
や
ら
な
い
で
行
か
せ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
〃

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

こ
れ
は
主
人
公
の
女
性
の
心
の
う
ち
を
語

っ
た
言
葉
で
あ
る
｡
そ

れ
も
､
悲
し
い
と
か
､
男
が
恨
め
し
い
と
か
い
う
紋
切
-
型
の
言
葉

で
は
な
い
｡

(そ
の
よ
う
な
言
葉
は
他
の
唐

･
五
代
の
作
品
に
も
見

ら
れ
る
)
｡

悲
し
い
と
か
恨
め
し
い
と
か
い
っ
た
ー

い
わ
ば
抽
象
的

な
表
現
で
は
な
-
ー
女
性
の
心
に
生
じ
た
想
念
の
臭
腺
的
な
表
現
で

あ
る
｡
こ
れ
を
心
理
の
具
髄
的
表
現
と
呼
ぼ
う
｡
こ
う
し
た
女
性
の

心
理
の
具
鮭
的
表
現
を
含
む
作
品
は
唐

･
五
代
で
は
極
め
て
稀
な
の

で
あ
る
が
ー
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ー
『花
間
集
』
よ
-
も

『
尊
前
集
』

に
多
-
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
次
に
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
ー
該
督

す
る
部
分
を
幾
つ
か
あ
げ
て
お
こ
う
｡

更
漏
子

欧
陽
畑

(尊
前
集
金
下
)

待
得
不
成
模
様
｡
錐
匡
耐
ー
又
辱
思
.
忠
生
噴
得
伊
O

漸
宮
花

貌
承
班

(同
前
)

夢
中
幾
度
見
兄
夫
､
不
忽
罵
伊
薄
倖
｡

木
蘭
花

許
眠

(同
前
)
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普
初
不
合
儀
鏡
伊
､
嘉
得
如
今
長
恨
別
｡

訴
表
情

顧
隻

(花
間
集
奄
七
)

換
我
心
薦
傾
心
.
始
知
相
憶
深
O

こ
う
し
た
表
現
を
含
む
作
品
は
ー
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ー
唐

･

五
代
で
は
極
め
て
稀
な
も
の
で
あ
-
ー
唐

･
五
代
の
閏
怨
詞
の
主
流

を
な
す
表
現
は
､
あ
-
ま
で
花
間
涯
や
漏
延
巳
の
よ
う
な
表
現
で
あ

る
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
麿

･
五
代
で
は
稀
な
表
現
が
ー
貴
は
次
章

で
述
べ
る
よ
う
に
ー
柳
永
の
閏
怨
詞
に
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
ー
即
座
に
そ
う
し
た
表
現
を
も
つ
作
品
と
柳

永
と
の
関
連
を
云
云
す
る
の
は
性
急
で
あ
-
､
更
に
検
討
を
要
す
る

問
題
で
あ
る
が
ー
唐

･
五
代
に
於
る
女
性
の
心
理
の
具
鰹
的
表
現
を

有
す
る
作
品
の
存
在
を
認
識
し
て
お
-
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ

う
｡
で
は
､
次
章
か
ら
柳
永
の
閏
怨
詞
の
検
討
に
入
る
こ
と
に
し
よ

う

0

三

柳
永
の
生
卒
年
は
明
確
な
停
記
資
料
が
な
い
の
で
､
い
ま
だ
確
認

さ
れ
て
は
い
な
い
が
､
唐
圭
嘩
氏
は
こ
れ
を
薙
照
四
年

(九
八
七
)
と

⑧

皇
砿
五
年

(
一
〇
五
三
)
と
し
て
い
る

｡

こ
の
推
定
は
い
ま
の
と
こ
ろ

動
か
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
､
柳
永
と
並
び
北
宋
初
期
の
代
表
的

詞
人
と
さ
れ
る
張
先
ー
卓
殊
ー
欧
陽
修
の
そ
れ
は
､
そ
れ
ぞ
れ
次
の

過
-
で
あ
る
｡

<
張
先
>

淳
化
元
年

(九
九
〇
)-

元
豊
元
年

(
一
〇
七
八
)

<
鼻
殊
>

淳
化
二
年

(九
九
一
)-

至
和
二
年

(
一
〇
五
五
)

<
欧
陽
修
>

景
徳
四
年

(
一
〇
〇
七
)-

照
寧
五
年

(
一
〇
七
二
)

柳
､
張
､
畳
ー
欧
の
四
家
と
も
に
ほ
ぼ
同
時
代
に
属
す
る
が
ー
柳
ー

張
ー
卓
の
三
家
は
時
代
が
殆
ど
重
な

っ
て
お
-
､
欧
の
み
が
他
の
三

40



家
よ
-
少
し
後
に
展
し
て
い
る
｡
こ
れ
か
ら
は
前
章
で
述
べ
た
唐

･

五
代
の
作
品
を
ふ
ま
え
､
張
ー
曇
ー
欧
の
三
家
と
の
比
較
を
ま
じ
え

つ
つ
､
柳
永
の
作
品
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
O
ま
ず
短
い
作
品
を
あ
げ

る
｡

少
年
遊

簾
垂
深
院
冷
蒲
蒲

花
外
漏
聾
造

青
燈
未
滅

紅
簡
閲
臥

魂
夢
去
超
遷

薄
情
漫
有
蹄
消
息

鴛
駕
被

牛
香
滑

試
問
伊
家

阿
誰
心
緒

禁
得
悠
無
惨

(柴
草
集
巻
中
'
林
鍾
商
)

奥
深
い
庭
に
す
だ
れ
は
垂
れ
'
あ
た
-
は
冷
え

冷
え
と
し
て
寂
し
い
｡
花
の
む
こ
う
か
ら
は
る

か
に
漏
刻
の
膏
が
聞
こ
え
て
-
る
｡
青
い
と
も

し
び
は
ま
だ
沿
え
る
こ
と
も
な
い
.
窓
過
に
な

す
こ
と
も
な
-
横
た
わ
-
'
夢
の
中
の
魂
は
蓬

か
速
-
へ
と
さ
ま
よ
う
｡

薄
情
者
は
締
る
と
い
う
知
ら
せ
を
寄
越
し
て
来

た
き
-
で
'
鴛
駕
の
し
と
ね
は
香
-
が
な
か
ば

消
え
て
し
ま
っ
た
｡
あ
の
人
に
聞
い
て
や
ろ
う
'

一
腹
誰
の
心
が
こ
ん
な
寂
し
さ
に
耐
え
ら
れ
る

と
い
-
の
か
と
｡

前
関
は
情
景
の
描
寓
で
あ
る
｡
奥
深
い
庭
に
す
だ
れ
は
垂
れ
､
花

の
む
こ
う
か
ら
は
漏
刻
の
昔
が
か
す
か
に
聞
こ
え
て
く
る
｡
あ
た
-

は
冷
え
冷
え
と
し
て
寂
し
い
｡
閏
房
の
あ
か
-
は
ま
だ
つ
い
た
ま
ま
ー

窓
遠
に
よ
こ
た
わ
-
1
夢
に
魂
を
さ
ま
よ
わ
せ
て
い
る

一
人
の
女
性

が
い
る
O
後
蘭
に
入
る
と
､
そ
の
女
性
が
夢
に
さ
ま
よ
う
事
情
が
星

示
さ
れ
る
｡

〟
薄
情
者
は
締
る
と
い
う
知
ら
せ
を
寄
越
し
た
き
-
蹄

-
も
せ
ず
ー
鴛
駕
の
し
と
ね
は
香
-
が
な
か
ば
消
え
て
し
ま

っ
た
〃

と
｡
こ
れ
を
う
け
た
〝
試
問
伊
家
〃

以
下
の
句

に
注

目
し
た

い
｡

〟
あ
の
人
に
き
い
て
や
ろ
う
､

一
腹

誰
の
心
が
こ
ん
な
寂
し
さ
に
耐

え
ら
れ
る
と
い
う
の
か
と
〃

ー
と
う
た
-
こ
の
句
は
､
前
章
で
あ
げ

た
ヂ
鶴
の
菩
薩
轡
な
ど
に
見
ら
れ
た
女
性
の
心
理
の
具
鮭
的
表
現
で

あ
る
｡
締
ら
ぬ
男
を
恨
み
嘆
-
女
性
の
内
面
の
動
き
が
､
具
鮭
的
な

形
で
言
葉
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
ー
唐

･
五
代
で

は
極
め
て
稀
で
あ

っ
た
こ
の
よ
う
な
表
現
が
ー
柳
永
の
閏
怨
詞
に
於

い
て
牛
教
以
上
を
占
め
る
作
品
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
た
だ
ー
声

鞄
の
菩
薩
聾
の
ご
と
き
作
品
が
極
め
て
稀
な
が
ら
磨

･
五
代
に
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
う
し
た
表
現
が
全
-
柳
永
の
猪
創
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
表
現
が
数
多
-
の
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作
品
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ー
柳
永
の
大
き
な
特
徴
と
言

っ
て

よ
い
｡
だ
が
ー
同
時
代
の
詞
人
と
比
べ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ

こ
で
張
先
と
垂
殊
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

(欧
陽
修
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
)

⑨

張
先
の
現
存
す
る
作
品
は
百
六
十
飴
首

ー

そ
の
う
ち
約
三
十
首
が

い
わ
ゆ
る
閏
怨
詞
と
み
ら
れ
る
｡
そ
の
三
十
首
は
ど
の
作
品
の
ほ
ぼ

九
割
近
-
は
麿
ー
五
代
の
主
流
の
表
現
を
受
け
縫
い
だ
も
の
で
あ
-
､

女
性
の
心
理
の
具
鮭
的
表
現
を
含
む
作
品
は
わ
ず
か
ニ
ー
三
首
に
過

ぎ
な
い
｡
こ
れ
は
柳
永
に
比
較
し
て
非
常
に
少
な
い
も
の
で
ー
女
性

の
心
理
の
具
鰻
的
表
現
が
張
先
の
閏
怨
詞
の
特
徴
と
は
と
て
も
言
え

な
い
｡
張
先
の
閣
怨
詞
は
や
は
-
唐

･
五
代
風
の
停
銃
的
な
も
の
と

言
え
る
｡
ま
た
､
桑
殊
に
つ
い
て
は
､
現
存
す
る
作
品
は
百
三
十
首

飴
-
で
ー
約
三
十
首
が
閏
怨
詞
と
み
ら
れ
る
｡
し
か
し
ー
畳
殊
の
閣

怨
詞
に
は
女
性
の
心
理
の
具
鮭
的
表
現
は
見
常
た
ら
な
い
｡
こ
う
し

て
み
る
と
ー
殆
ど
時
代
を
同
じ
-
す
る
柳
ー
張
ー
畳
の
三
家
の
う
ち

で
は
ー
柳
永
の
み
が
女
性
の
心
理
の
具
鮭
的
表
現
を
そ
の
間
怨
詞
の

特
徴
と
し
て
お
-
､
唐

･
五
代
で
は
極
め
て
稀
で
あ

っ
た
ヂ
鶴
等
の

表
現
を
受
け
継
い
だ
形
を
と

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

た
だ
ー
前
掲
の
少
年
蓮
に
於
け
る
女
性
の
心
理
の
具
鰹
的
表
現
は

声
鶴
等
の
そ
れ
と
同
様
に
､
作
品
中
に
ぼ
っ
-
と
使
用
さ
れ
る
だ
け

で
､
い
わ
ば
〟
落
ち
〃

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
感

じ
は
免
れ
な
い
｡
し
か

し
ー
柳
永
の
閤
怨
詞
に
は
そ
こ
に
留
ま
る
作

品
ば
か
-
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
う
し
た
女
性
の
心
理
の

具
鰻
的
表
現
を
更
に
推
し
進
め
た
形
の
作
品
が
幾

つ
か
み
ら
れ
る
の

で
あ
-
ー
そ
こ
に
み
ら
れ
る
表
現
こ
そ
柳
永
の
猪
自
性
を
示
す
も
の

な
の
で
あ
る
｡
で
は
そ
の

一
例
を
あ
げ
よ
う
｡

定
風
波

自
春
爽

惨
緑
愁
紅

芳
心
是
事
可
可

目
上
花
棺

鷺
穿
柳
帯

猶
庭
番
会
臥

暖
蘇
消

防
雲
鮮

(柴
草
集
寒
中
､
林
鍾
商
)

春
に
な
っ
て
か
ら
も
'
草
の
緑
を
み
て
も
暗
い

思
い
'
花
の
紅
に
も
悲
し
い
思
い
o
何
事
に
も

心
を
と
め
る
こ
と
が
な
い
｡
日
が
花

の
こ
ず
え

に
昇
-
'
う
ぐ
い
す
は
柳
の
葉
の
間
で
鳴
い
て

い
る
と
い
う
の
に
､
ま
だ
ふ
す
ま
に
ふ
せ
っ
た

ま
ま
だ
｡
暖
か
な
肌
は
や
つ
れ
'
つ
や
や
か
な

雲
な
す
髪
は
垂
れ
た
ま
ま
､
一
日
中
-
し
け
ず

る
の
さ
え
も
の
う
い
｡
ど
う
し
よ
う
も
な
い
｡

恨
め
し
い
の
は
あ
の
薄
情
者
､
い
っ
た
ん
出
て

た
よ
り

行
っ
た
き
-
ヘ
音

書

一
つ
寄
越
し
や
し
な
い
｡
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終
日
厭
厭
俺
硫
裏

無
郡

恨
薄
情

一
去

青
書
無
箇

早
知
徳
盛

悔
普
初

不
把
離
鞍
鎖

向
鶏
菌

只
輿
轡
儲
象
管

拘
束
教
吟
課

鎮
相
随

莫
拙
繰

針
線
閲
枯
伴
伊
坐

和
我

免
使
年
少

光
陰
虚
過

こ
ん
な
こ
と
と
早
-
知
っ
て
い
た
な
ら
'
は
じ

め
に
馬
の
鞍
に
か
ざ
を
か
け
て
お
い
て
､
わ
た

し
の
部
屋
の
窓
連
で
寒
紙
と
筆
だ
け
を
持
た
せ
'

柄
-
つ
け
て
勉
強
さ
せ
､
い
つ
も
そ
ば
に
居
て

ほ
っ
た
ら
か
し
に
な
ん
か
せ
ず
､
の
ん
び
-
と

針
仕
事
を
し
な
が
ら
あ
の
人
の
か
た
わ
ら
に
坐

-
､
わ
た
し
も
一
緒
に
'
青
春
の
年
月
を
空
し

-
過
ぎ
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
な
ん
か
に

は
し
な
か
っ
た
も
の
を
｡

前
関
の
前
半

〟
終
日
厭
厭
倦
硫
衰
〃

ま
で
は
ー

一
般
に
み
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
情
景
の
措
寓
で
あ
る
｡
春
景

色
の
中
で
な
す
こ
と
も
な
-
I

く
し
け
ず
る
の
さ
え
も
の
う
い
ー
と
美
し
い
女
性
の
や
つ
れ
た
姿
態

を
描
寓
す
る
｡
し
か
し
ー

〟
無
郡
｡
恨
薄
情

一
去
､
青
書
無
箇
〃

以

下
は
ー
主
人
公
の
女
性
の
心
の
動
き
を
そ
の
ま
ま
彼
女
に
語
ら
せ

て

い
る
の
で
あ
る
｡
〃

ど
う
し
よ
う
も
な
い
｡
恨
め
し
い
の
は
あ
の
薄

情
者
､
い
っ
た
ん
出
て
行

っ
た
き
-
､
著
書

一
つ
寄
越

し
や

し
な

い
〃
以
下
の

一
連
の
句
は
､
女
性
の
過
去

へ
の
回
想
と
悔
恨
と
い
-

形
を

と
-
､
決
し
て
抽
象
的
､
象
徴
的
な
表
現
に
は
な

っ
て
い
な
い
｡

特
に
､
後
閑
に
入

っ
て
か
ら
の
表
現
は
女
性
の
心
の
動
き
を
見
事
に

抽
出
し
て
い
て
､
賓
に
心
憎
い
ば
か
-
の
表
現
で
あ
る
｡
ま
た
ー
花

問
涯
の
よ
う
な
場
面
場
面
で
断
片
的
に
構
成
し
て
ゆ
-
方
法
は
と
ら

ず
､
句
と
句
が
連
績
的
に
つ
な
が

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
凝
縮
､
緊
張

し
た
表
現
の
中
に
思
想
や
感
情
を
注
入
し
て
ゆ
-
方
向
と
は
異
な

っ

て
お
-
1
心
に
浮
か
ぶ
想
念
を
直
哉
臭
腺
的
に
う
た

っ
て
お
-
､
い

わ
ば
〃

語
-
〃

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
定
風
波
に
於
け
る
よ
う
な

表
現
は
磨

･
五
代
で
は
決
し
て
み
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
｡
し

か
し
ー
同
時
代
の
作
品
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
張
先
､
畳
殊
に
つ
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い
て
は
先
に
述
べ
た
の
で
ー

こ
こ
で
は
残
る
欧
陽
修
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
｡

欧
陽
修
の
作
品
は
二
百
四
十
除
首
ー
そ
の
う
ち
閏
怨
詞
は
六
十
首

を
越
え
る
｡
そ
の
中
で
女
性
の
心
理
を
具
鮭
的
に
表
現
す
る
も
の
は
､

張
､
卓
二
家
に
比
較
す
る
と
多
-
､
十
首
徐
-
あ
る
｡
中
で
も
､
看

⑬

花
回

(
酵
素
琴
趣
外
篇
巻
l
)
は
こ
こ
に
あ
げ
た
柳
永
の
定
風
波
に
近
い

作
品
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
ー
女
性
の
心
理
を
具
鮭
的
に
表
現

し
て
ゆ
-
傾
向
は
欧
陽
修
に
も
強
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し

か
し
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で
張
ー
卓
二
家
に
比
し
て
で
あ
-
1
彼
の
閏

怨
詞
の
八
割
は
そ
の
よ
う
な
表
現
を
持
た
ず
､
柳
永
に
比
べ
れ
ば
非

常
に
少
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
女
性
の
心
理
の
具
鮭
的
表
現
が
欧
陽

修
の
閤
怨
詞
の
中
で
大
き
な
部
分
を
占
め
る
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な

い
｡
ま
た
ー
こ
こ
で
柳
永
と
欧
陽
修
の
生
年
を
考
え
る
と
二
十
年
の

開
き
が
あ
-
､
か
つ
､
柳
永
の
艶
詞
は
彼
が
遊
里
に
留
速
し
て
い
た

初
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
､
欧
陽
修
が
柳
永
の

作
品
に
影
響
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡
柳
永
の

⑪

詞
が
西
夏
で
も
歌
わ
れ
て
い
た
-

1

そ
の
定
風
波
が
曇
殊
に
非
難
さ

⑫

れ
た

と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
ー
柳
永
の
詞
は
か
な
-
流
布
し
て
い

た
と
言
え
､
そ
こ
に
欧
陽
修
が
前
述
の
看
花
回
の
よ
う
な
作
品
を
作

る

一
因
を
考
え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
単
に
推
測
に

過
ぎ
な
い
が
ー
少
-
と
も
ー
柳
永
と
欧
陽
修
の
年
代
の
開
き
､
及
び

柳
永
の
艶
詞
の
製
作
時
期
か
ら
い
っ
て
､
柳
永
が
先
駆
的
な
位
置
を

占
め
る
と
言
え
よ
う
｡

女
性
の
心
理
の
具
鮭
的
表
現
と
そ
の
直
裁
的
な
語
-
口
調
は
､
柳

永
の
大
き
な
特
徴
で
あ
-
､
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
明
確
な
形
で
認
め

得
る
詞
人
は
､
麿

･
五
代
及
び
北
宋
初
期
に
於
て
柳
永
以
外
に
は
見

皆
た
ら
な
い
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
ー
次
に
あ
げ
る

一

首
は
柳
永
の
こ
う
し
た
表
現
方
法
が
最
も
明
確
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
鮎
で
ー
頂
瓢
に
位
置
す
る
も
の
と
言
え
る
｡
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重
夜
祭

洞
房
記
得
初
相
遇

便
只
合

長
相
乗

何
期
小
倉
幽
歓

襲
作
離
惜
別
緒

(柴
草
集
巻
上
'
中
呂
官
)

思
え
ば
'
あ
の
奥
深
い
部
屋
で
は
じ
め
て
あ
の

人
と
合
っ
た
と
き
'
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
一
緒
に

居
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
｡
思
い
も
よ
ら
ず
'
さ

さ
や
か
な
逢
瀬
や
ひ
そ
や
か
な
歓
び
が
'
別
れ

の
悲
し
い
想
い
に
襲
っ
て
し
ま
お
う
と
は
｡
ま

し
て
'
今
は
春
景
色
が
盛
-
を
過
ぎ
よ
う
と
し



況
値
関
羽
春
色
暮

封
満
目

乳
花
狂
架

直
恐
好
風
光

壷
随
伊
野
去

一
場
寂
実
憑
誰
訴

算
前
言

絶
軽
負

早
知
徳
地
難
幹

悔
不
常
時
留
任

其
奈
風
流
端
正
外

更
別
有

繋
人
心
庭

一
日
不
思
量

也
増
眉
千
度

て
い
る
夕
暮
れ
ど
き
だ
｡
見
渡
す
か
ぎ
-
花
び

ら
が
舞
い
'
柳
架
の
飛
び
交
う
の
を
ひ
と
-
見

な
が
ら
'
こ
の
素
晴
ら
し
い
景
色
ま
で
も
が
'

み
ん
な
あ
の
人
の
後
に
つ
い
て
締
っ
て
い
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡

こ
の
寂
し
さ
を
い
っ
た
い
誰
に
訴
え
た
ら
い
い

と
い
う
の
か
O
ど
う
や
ら
わ
た
し
に
言
っ
た
言

葉
は
'
あ
っ
さ
-
反
古
に
さ
れ
た
よ
う
だ
｡
こ

ん
な
に
も
ふ
っ
切
れ
ぬ
も
の
だ
と
早
-
わ
か
っ

て
い
た
ら
､
あ
の
時
引
き
留
め
て
お
け
ば
よ
か

っ
た
｡
あ
の
人
は
す
っ
き
-
し
た
優
男
で
あ
る

上
に
､
人
の
心
を
つ
か
ん
で
放
さ
ぬ
と
こ
ろ
が

あ
る
の
だ
も
の
'
ど
う
し
よ
う
も
な
い
｡
一
日

だ
け
思
わ
な
い
よ
う
に
し
て
も
'
結
局
は
千
遍

も
眉
を
ひ
そ
め
る
だ
け
の
こ
と
｡

永
の
表
現
法
が
見
事
に
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
男
に
去
ら
れ
た
女
性
の

悲
し
み
が
具
鮭
的
に
綿
々
と
語
ら
れ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
中
で
も
､

〟
其
奈
風
流
端
正
外
､
更
別
有
､
繁
人
心
虚
〃

と
い
う
表
現
な
ど
は
ー

女
性
の
心
理
の
あ
や
を
巧
み
に
捉
え
た
表
現
で

あ
る
｡
総
じ
て
､
柳

永
は
懲
愛
心
理
を
捉
え
る
の
に
長
じ
た
詞
人
で
あ
る
が
ー
こ
の
よ
う

な
表
現
は
彼
の
鮭
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
.
こ
と

に
､
柳
永
の
経
歴
を
考
え
る
と
ー
こ
の
作
品
や
先
の
定
風
波
に
於
け

る
表
現
な
ど
は
ー
単
な
る
想
像
に
よ
っ
て
作
-
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で

は
な
-
1
そ
こ
に
は
柳
永
自
ら
の
鮭
験
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
想
像
す
る
に
難
-
な
い
｡
そ
し
て
ー
こ
の
こ
と
は
ー
先
に
指

摘
し
た
語
-
口
調
で
女
性
の
心
理
を
具
鰻
的
に
描
き
出
し
て
ゆ
-
表

現
方
法
と
共
に
ー
詞
人
の
創
作
態
度
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
創
作
態
度
に
関
す
る
問
題
は
女
性
を
う
た
う

作
品
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
-

一
層
明
確
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ

こ
で
ー
こ
れ
か
ら
は
閏
怨
詞
の
場
合
も
含
め
､
女
性
を
う
た
う
作
品

の
検
討
を
中
心
に
ー
詞
人
の
創
作
態
度
を
主
と
し
て
考
え
て
ゆ
-
こ

と
に
し
よ
う
｡
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こ
の
作
品
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て
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最
初
か
ら
女
性
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語
-
出
し
て
お
-
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田

こ
こ
で
は
ー
ま
ず
唐

･
五
代
の
女
性
を
う
た
う
作
品
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
､
閏
怨
詞
の
場
合
も
含
め
て
ー
麿

･
五
代
の
詞
人
の
創
作

態
度
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡
最
初
に
あ
げ
る
の
は
温
庭
靖
の
作

品
で
あ
る
｡

菩
薩
轡

水
晶
簾
幕
政
璃
枕

暖
香
惹
夢
鴛
薦
錦

江
上
柳
如
個

雁
飛
残
月
天

満
林
秋
色
漢

人
勝
参
差
薬

嬰
賀
隔
香
紅

玉
欽
頭
上
風

湛
庭
璃

(花
間
集
竜
一
)

水
晶
の
す
だ
れ
の
う
ち
に
破
璃
の
枕
し
て
横
た

わ
る
｡
薫
物
の
暖
か
い
香
-
に
誘
わ
れ
て
夢
を

み
る
'
錦
の
鴛
駕
の
ふ
す
ま
の
う
ち
｡
江
の
は

と
-
の
柳
は
も
や
の
か
か
っ
た
よ
う
に
け
ぶ
-
､

雁
が
月
の
傾
い
た
明
け
の
空
に
飛
ぶ
｡

稿
横
の
服
は
う
っ
す
ら
と
し
た
秋
の
色
｡
髪
飾

-
は
不
揃
い
に
切
っ
て
作
っ
た
人
勝
｡
両
の
宅

に
は
美
し
い
花
の
か
ん
ざ
し
｡
玉
の
か
ん
ざ
L

は
頭
上
で
括
れ
る
｡

非
常
に
濃
艶
な
情
緒
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
｡
は
じ
め
に
描

寓
す
る
の
は
閏
房
内
の
様
子
で
あ
る
｡
水
晶
の
す
だ
れ
が
さ
が
-
､

ベ
ッ
ド
の
上
に
は
破
璃
の
枕
を
し
て
女
性
が
臥
し
て
い
る
｡
暖
か
い

薫
物
の
香
が
房
内
に
漂
い
ー
女
性
は
鴛
駕

の
措
か
れ
た
ふ
す
ま
の
う

ち
で
夢
を
み
て
い
る
｡
こ
こ
で
､
閏
怨
詞
の
場
合
と
同
様
に
､
閏
房

⑬

の
窓
か
ら
見
え
る
風
景
の
措
寓
に
輯
じ
映
像
が
襲

る

｡
江
の
ほ
と
-

の
柳
は
も
や
の
か
か
っ
た
ご
と
-
､
雁
が
月
の
傾
い
た
明
け
の
空
を

飛
ん
で
ゆ
-
｡
後
閑
に
入
る
と
再
び
閏
房
内
の
描
寓

へ
と
韓
じ
､
女

性
の
姿
態
が
描
寓
さ
れ
る
｡
ま
ず
女
性
の
服
装
が
寓
さ
れ
る
｡
そ
れ

は
璃
林
の
ー
う

っ
す
ら
と
秋
の
色
を
し
た
服
で
あ
る
｡
次
い
で
寓
さ

れ
る
の
は
髪
飾
-
で
あ
る
｡
そ
れ
は
不
揃
い
に
切

っ
て
作

っ
た
人
勝

で
あ
る
｡
そ
し
て
ー
次
に
は
両
の
聾
に
差
し
た
美
し
い
花
の
か
ん
ざ

L
が
寓
さ
れ
ー
最
後
に
玉
の
か
ん
ざ
L
が
頭
上
で
揺
れ
る
と
こ
ろ
が

措
寓
さ
れ

一
首
が
終

っ
て
い
る
｡

こ
の
作
品
は
閣
怨
と
は
異
な
-
､
女
性
の
悲
し
み
や
恨
み
を
表
現

す
る
こ
と
が
な
い
の
で
ー
二
章
で
ひ
い
た
温
庭
靖
の
菩
薩
轡
に
み
ら

れ
た
濃
艶
な
情
緒
が
ー
更
に
強
め
ら
れ
て
い
る
｡
水
晶
の
す
だ
れ
､

坂
璃
の
枕
､
鴛
駕
の
措
か
れ
た
錦
の
余
ー
満
杯
の
服
､
以
下
濃
艶
な
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情
緒
を
か
も
し
出
す
言
葉
や
措
寓
が
殆
ど
全
篇
を
埋
め
壷
し
て
い
る
｡

ま
た
､
閏
怨
詞
で
み
ら
れ
た
断
片
的
な
措
寓
を
繋
ぎ
合
わ
す
方
法
は

こ
の
作
品
に
於
い
て
も
襲
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
ー
前
関
の
前
半
二
句

と
後
年
二
句
､
そ
し
て
後
閑
の
四
句
ー
こ
れ
ら
三
つ
の
一
ま
と
ま
-

の
表
現
が
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し

て
み
る
と
､
作
品
の
表
現
方
法
と
し
て
は
閏
怨
詞
の
場
合
と
襲
ら
な

い
と
言
え
る
｡

こ
こ
で
ー
女
性
を
う
た
う
作
品
は
閏
怨
詞
と
異
な
-
1
作
者
自
身

が
封
象
と
な
る
女
性
に
つ
い
て
う
た
う
形
式
を
と
る
と
い
う
鮎
を
考

え
る
と
ー
次
の
よ
う
な
問
題
が
浮
か
ん
で
乗
る
｡
そ
れ
は
､
作
家
と

封
象
の
女
性
と
の
関
連
が
作
品
に
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
ー
詞
人
の
創
作
態
度
の
問
題
で
も

あ

る

｡
こ
こ
に
あ
げ
た
菩
薩
轡
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
､
全
篇
が
女
性

の
姿
態
を
中
心
と
し
た
措
寓
で
あ
-
､
作
者
と
対
象
の
女
性
と
の
関

係
は
な
ん
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡
勿
論
ー
封
象
の
女
性
に
封
す
る

作
者
自
身
の
感
情
と
い
っ
た
､
内
面
的
な
関
連
に
つ
い
て
は
全
-
育

及
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
詞
人
の
意
圏
が
､
美
し
い
閏
房
の
中
の

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

美
し
い
女
性
を
ー
い
か
に
美
し
-
描
-
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
更
に

一
首
あ
げ
て
検
討
を

続
け
よ
う
｡
今
度
は
和
凝
の
作
品
を
あ
げ
る
｡

臨
江
仙

披
袖
翠
地
紅
宮
錦

鷲
語
時
噸
轟
音

碧
羅
冠
子
穏
尾
管

鳳
恩
讐
恥
歩
括
金

肌
骨
細
句
紅
玉
軟

険
波
微
迭
春
心

痛
蓋
不
肯
入
鴛
余

蘭
青
光
裏
雨
情
深

和
凍

(花
問
集
巻
六
)

紅
い
宮
中
の
錦
の
上
着
を
ほ
お
-
'
衣
ず
れ
の

音
を
た
て
て
歩
-
｡
そ
の
聾
は
う
ぐ
い
す
の
よ

う
で
､
時
々
轟
や
か
に
さ
え
ず
る
｡
み
ど
り
の

ぅ
す
ぎ
ぬ
の
か
ん
む
-
を
か
ぶ
-
､
犀
の
か
ん

ざ
L
に
ぴ
っ
た
-
合
っ
て
い
る
｡
鳳
風
を
か
た⑭

ど
っ
た
金
の
か
ん
ざ
L
が
歩
-
ご
と
に
括
れ
る
｡

肌
は
き
め
こ
ま
か
-
'
容
貌
は
し
な
や
か
で
､

眼
差
は
か
す
か
に
春
情
を
俸
え
て
い
る
｡
な
ま

め
か
し
い
風
情
で
恥
ず
か
し
が
っ
て
は
'
鴛
駕

の
ふ
す
ま
に
な
か
な
か
入
ろ
う
と
し
な
い
｡
美

し
い
と
も
し
ぴ
に
照
ら
さ
れ
て
'
二
人
の
情
は

深
い
｡
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全
篇
が
女
性
の
容
貌
や
姿
態
の
描
寓
の
作
品
で
あ
る
｡
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筋

前
関
は
女
性
の
姿
態
を
描
寓
す
る
｡
そ
の
女
性
は
､
紅
い
宮
中
の

錦
の
上
着
を
ほ
お
-
､
衣
ず
れ
の
音
を
た
て
て
歩
き
ー
鷺
の
よ
う
な

聾
を
持
ち
､
み
ど
-
の
う
す
ぎ
ぬ
の
か
ん
む
-
に
犀
の
か
ん
ざ
L
を

差
し
て
い
て
､
鳳
風
を
か
た
ど
っ
た
金
の
か
ん
ざ
L
は
歩
-
ご
と
に

括
れ
て
い
る
.
後
閑
に
入
る
と
女
性
の
容
貌
の
措
寓
に
移
-
1

〟
肌

は
き
め
こ
ま
か
く
ー
容
貌
は
し
な
や
か
で
､
限
差
は
か
す
か
に
春
情

を
停
え
て
い
る
〃

と
う
た
う
0
こ
う
し
た
措
寓
は
先
の
湿
庭
肇
の
作

と
同
様
に
､
非
常

に
濃
艶
な
情
緒
を
か
も
し
出
し
て
お
-
､
作
者
の

意
圏
は
そ
う
し
た
濃
艶
で
な
ま
め
か
し
い
情
緒
を
作
品
か
ら
生
ぜ
し

め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
｡
最
後
の

〟
橋
蓑
不
骨
入
鴛
余
ー
蘭

青
光
裏
雨
情
深
〃

の
句
に
至

っ
て
は
ー
作
者
は

一
層
な
ま
め
か
し
い

イ
メ
ー
ジ
を
か
き

立
て
る
こ
と
を
意
囲
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
ー
そ

れ
が
美
し
い
歌
妓
の
口
唇
か
ら
こ
ぼ
れ
で
た
時
の
致
巣
は
な
お
さ
ら

で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

以
上
か
ら
し
て
､
温
庭
筒
の
作
も
和
凝
の
作
も
作
者
の
意
圃
は
ー

作
品
か
ら
い
か
に
濃
艶
で
な
ま
め
か
し
い
情
緒
を
生
ぜ
し
め
る
か
と

い
う
鮎
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
女
性
は
単
な
る
素
材

で
し
か
な
-
､

一
人
の
女
性
を
う
た
っ
て
い
て
も
､
そ
れ
は
特
定
の

一
人
の
女
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

作
者
の
眼
は
､
そ
こ
に
立
つ
生

身
の
女
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
女
性
の
具
有
す
る
美

に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

同
様
の
こ
と
が
閏
怨
詞
に
つ
い
て
も
言
え
る
｡
詞
人
は
､
主
人
公

の
女
性
の
悲
し
み
や
恨
み
そ
れ
自
腹
､
言
い
換
え
れ
ば
生
身
の
女
性

の
感
情
の
動
き
に
意
を
向
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
花

間
涯
や
漏
延
巳
等
に
共
通
の
こ
と
で
あ
-
1
離
れ
て
い
っ
た
男
性

へ

の
女
性
の
懇
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
彼
等
の
意
圏
す
る
も
の
で
は
な

-
､
悲
し
み
や
恨
み
か
ら
生
ず
る
情
緒

(雰
囲
気
)
を
い
か
に
致
果

的
に
表
現
す
る
か
が
彼
等
の
意
固
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
勤
し
ー
柳
永
に
於
て
は
詞
人
の
態
度
あ
る
い
は
意
固
と
い

う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
｡
次
章
で
検
討
し

よ
う
｡

五

さ
て
ー
柳
永
の
女
性
を
う
た
う
作
品
に
つ
い
て
検
討
に
移
ろ
う
｡

ま
ず

一
首
あ
げ
る
｡

48



少
年
遊

世
間
尤
物
意
中
入

鹿
細
好
腰
身

香
障
陸
起

鞭
欣
酒
税

紅
険
香
花
春

橋
多
愛
把
奔
執
扇

和
笑
掩
朱
暦

心
性
温
柔

品
流
詳
雅

不
満
在
風
塵

(楽
章
集
巻
中
'
林
鍾
商
)

世
の
中
で
も
特
に
美
し
い
彼
女
が
意
中
の
人
だ
｡

ほ
っ
そ
-
と
し
た
美
し
い
腰
だ
｡
と
ば
-
の
中

⑮

で
目
覚
め
'
化
粧
を
す
る
け
ど

､

酒
が
濃
-
残

っ
て
い
て
､
美
し
い
顔
は
春
に
嘆
-
杏
の
花
の

よ
う
だ
｡

な
ま
め
か
し
さ
が
あ
ふ
れ
た
様
子
で
'
斉
の
園

の
白
い
練
-
網
の
圏
扇
を
持
ち
'
笑
い
な
が
ら

紅
い
口
も
と
を
隠
す
の
が
-
せ
だ
｡
気
だ
て
は

や
さ
し
-
'
落
ち
着
い
た
文
雅
な
様
子
を
し
て

い
て
､
遊
里
に
居
る
の
は
似
つ
か
わ
し
-
な
い
｡

全
篇
女
性
の
容
貌
や
姿
態
に
関
し
て
う
た

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ー

唐

･
五
代
の
作
品
と
同
じ
と
言
え
る
｡
〟

軽
細
好
腰
身
〃

以
下
〃

和

笑
掩
朱
膚
〃

ま
で
の
措
寓
は
､
確
か
に
先
に
あ
げ
た
温
庭
筒
や
和
漢

の
作
品
と
あ

ま
り
奨
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
し
か
し
ー
こ
こ
で

〝
世
間

尤
物
意
中
人
〃

と

〃
心
性
躍
柔
ー
品
流
詳
雅
､
不
稀
在
風
塵
〃

の
句

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

に
注
目
し
た
い
｡

〝
世
の
中
で
も
特
に
美
し
い
彼
女
が
意
中
の
人
だ
〃

と
か
､

〟
束
だ
て
は
や
さ
し
-
､
落
ち
着
い
た
文
雅
な
様
子
を
し
て

い
て
､
遊
里
に
居
る
の
は
似

つ
か
わ
し
-
な
い
〃

と
い
う
言
葉
は
ー

作
者
の
女
性
に
封
す
る
心
情

の
吐
露
で
あ
-
ー
女

性
に
封
す
る
評
債

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
こ
に
は
詞
人
と
封
象
の
女
性
と
の
つ
な

が
-
が
認
め
ら
れ
ー
女
性
が
そ
の
美
し
き
を
措
寓
す
る
た
め
の
素
材

で
し
か
な
か

っ
た
唐

･
五
代
の
作
品
と
異
な
-
､
詞
人
が
封
象
の
女

性
を
自
ら
と
同

一
平
面
上
に
立

つ
人
格
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
｡
ま
た
ー
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
女
性
は
､
唐

･
五
代

の
作
品
が
不
特
定
の
女
性
を
想
定
し
て
い
る
と
言
え
る
の
に
対
し
ー

あ
る
特
定
の
女
性
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
詞
人
の
姿
勢
は
必
然
的
に

次

の
よ
う
な
作
品
を
導
き
出
す
と
言
え
よ
う
｡

玉
女
揺
仙
楓

(楽
章
集
巻
上
､
正
宮
)

49

飛
壕
伴
侶

偶
別
珠
官

末
返
神
仙
行
綴

取
次
統
赦

彼
女
は
西
王
母
の
侍
女
飛
項
の
仲
間
で
'
た
ま

た
ま
美
し
い
宮
殿
を
去
っ
て
来
て
'
ま
だ
神
仙

の
列
に
戻
ら
な
い
で
い
る
の
だ
｡
簡
単
な
化
粧

し
か
し
な
-
て
も
'
ふ
つ
う
に
話
を
し
て
も
､

ど
ん
な
に
美
し
い
こ
と
か
｡
美
し
い
花
に
な
ぞ
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鮒

尋
常
言
語

有
得
幾
多
妹
麗

擬
把
名
花
比

恐
帝
人
笑
我

談
何
容
易

細
思
算

奇
花
艶
弄

惟
是
深
紅
漂
白
而
己

季
如
這
多
情

占
得
人
間

千
橋
百
嫡

須
信
喜
堂
繍
閣

睦
月
清
風

忽
把
光
陰
座
乗

自
古
及
今

佳
人
才
子

少
得
昔
年
賛
美

ら
え
よ
う
と
し
て
も
'
人
か
ら
そ
う
言
っ
て
も

簡
単
に
は
で
き
な
い
ぞ
と
笑
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
｡
よ
-
よ
-
考
え
て
み
れ
ば
'
美
し
-
あ

で
や
か
な
草
花
も
､
た
だ
深
紅
と
か
淡
い
自
と

か
言
う
だ
け
だ
｡
こ
の
情
に
富
ん
だ
人
が
'
人

の
世
の
あ
で
や
か
さ
を
'
す
べ
て
一
人
占
め
に

し
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
ま
き
ろ
う
か
｡

且
悠
相
慣
惰

未
滑
得

憐
我
多
才
多
重

膜
嫡
禰

蘭
心
蒼
性

枕
前
言
下

表
余
深
意

馬
盟
誓

今
生
断
不
孤
鴛
被

い
心
の
ひ
と
､
枕
過
の
言
葉
に
深
い
情
を
示
し

て
'
こ
の
世
で
ひ
と
-
寝
を
す
る
よ
う
に
は
決

し
て
し
な
い
と
誓
っ
て
欲
し
い
｡

50

美
し
い
座
敷
や
た
か
ど
の
の
-
ち
､
明
る
-
照

る
月
や
す
が
す
が
し
い
風
の
時
節
に
､
ど
う
し

て
む
ざ
む
ざ
と
年
月
を
過
ご
せ
よ
う
か
｡
昔
か

ら
佳
人
と
才
子
は
'
若
-
て
二
人
と
も
美
し
い

こ
と
は
少
な
い
も
の
だ
｡
こ
う
し
て
私
に
寄
-

添
っ
て
い
て
呉
れ
｡
私
の
才
車
の
豊
か
さ
は
愛

し
て
呉
れ
な
-
て
も
い
い
の
だ
｡
ど
う
か
美
し

こ
の
作
品
に
於
て
も
前
園
は
女
性
の
美
し
き
に
つ
い
て
う
た

っ
て

い
る
が
､
女
性

の
姿
態
そ
の
も
の
､
あ
る
い
は
付
随
し
た
装
身
具
や

衣
服
な
ど
を
描
寓
し
て
は
い
な
い
｡
柳
永
に
と

っ
て
そ
の
女
性

の
美

し
き
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
ー
今
更
細
か
-
描
寓
す
る
必
要
は

な
-
､
た
だ
彼
女
は
形
容
L
が
た
い
ほ
ど
美
し
い
の
だ
と
讃
美
し
て

い
る
の
で
あ
る
O
こ
れ
は
後
閑
に
於
け
る
柳
永

の
女
性
に
封
す
る
懇

情

の
表
白
を
預
見
さ
せ
る
｡
ま
た
､
表
現
の
仕
方
は
直
哉
的
な
語
-

口
調
で
ー
凝
縮
し
た
表
現
で
は
な
い
｡
こ
れ
は
閏
怨
詞
に
於

い
て
指



摘
し
た
手
法
と
同
じ
で
あ
る
｡

さ
て
､
後
閑
に
入
る
と
ー

〃
且
悠
相
慣
僑
〃

以
下
に
注
目
し
よ
う
｡

〃

こ
う
し
て
私
に
寄
-
添

っ
て
い
て
呉
れ
｡
私

の
才
垂

の
豊
か
さ
は

愛
し
て
呉
れ
な
-
て
も
い
い
の
だ
｡
ど
う
か
美
し
い
心
の
ひ
と
､
枕

過

の
言
葉
に
深
い
情
を
示
し
て
､
こ
の
世
で
ひ
と
-
寝
を
す
る
よ
う

に
は
決
し
て
し
な
い
と
誓

っ
て
欲
し
い
｡
〃

こ
れ
は
女
性
に
封
す
る

懇
情
の
率
直
な
表
現
で
あ
-
､
こ
の
よ
う

な
表
現
は
薗

･
五
代
の
詞

人
の
口
か
ら
は
出
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
｡
で
は
､
こ
う
し
た

例
を
更
に

一
首
あ
げ
て
み
よ
う
｡

錦
嚢
収

犀
軸
奄

常
珍
重

小
斎
吟
玩

更
賓
苦
味
磯

置
之
懐
袖
時
時
看

似
頻
見

千
席
面

そ
の
手
紙
を
錦
の
袋
に
入
れ
､
犀
の
角
の
軸
に

巻
い
て
お
き
'
い
つ
も
大
切
に
し
て
書
斎
で
吟

じ
味
わ
う
｡
そ
の
う
え
'
珠
玉
の
よ
う
に
大
事

に
し
'
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
し
ば
し
ば
見
れ
ば
'

あ
の
と
て
も
あ
で
や
か
な
顔
を
見
る
よ
う
だ
｡

鳳
街
杯

有
美
堵
卿
能
染
翰

千
里
寄

小
詩
長
簡

想
初
案
苔
儀

旋
揮
翠
管
紅
顔
畔

漸
玉
箸

銀
鈎
満

(柴
草
集
巻
上
､
大
石
調
)

美
し
い
堵
胸
は
手
紙
が
書
け
､
長
い
手
紙
に
短

い
詩
を
添
え
て
'
千
里
の
彼
方
か
ら
逸
っ
て
寄

越
す
｡
き

っ
と
美
し
い
窓
連
で
､
ま
ず
寒
紙
を

た
た
ん
で
か
ら
筆
を
揮
え
ば
､
次
第
に
小
宴
や

巧
み
な
草
書
の
文
字
が
裏
紙
に
満
ち
て
い
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
｡

礁
卿
と
は
妓
女
の
名
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
ー
女
性
の
容
貌
や
姿

態
の
美
し
さ
を
描
寓
す
る
こ
と
は
全
-
な
-
､
堵
卿
が
寄
越
し
て
来

た
手
紙
に
よ

っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
彼
女

へ
の
思
い
を
う
た

っ
て
い

る
｡
環
卿
の
手
紙
を
読
ん
で
ー
彼
女
が
手
紙
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ

を
想
像
し
て
み
た
-

(想
初
嚢
苔
牒
ー
旋
揮
翠
管
紅
顔
畔
｡
漸
玉
箸
､

銀
釣
満
｡
)
､
そ
の
手
紙
を
巻
物
に
し
て
錦

の
袋
に
入
れ
常
に
大
切
に

L
I
書
斎
で
吟
じ
味

っ
た
-

(錦
嚢
収
ー
犀
軸
巻
O
常
珍
重
､
小
斎

吟
玩
b
)
ー
珠
玉
の
よ
う
に
大
事
に
し
､
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
は
し
ぼ

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)
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し
ば
見
れ
ば
､

堵
卿
の
あ
で
や
か
な
顔
を
見
る
よ
う

に
思

っ
た
-

(更
賓
苦
味
磯
｡
置
之
懐
袖
時
暗
君
｡
似
頻
見
､
千
橋
面
｡
)

し
て
､

彼
女
を
な
つ
か
し
む
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
賓
に
率
直
な
懲
愛
感
情
の

表
現
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
詞
人
が
対
象
の
女
性
に
封
す
る
自
己

の
懇
情
を
吐
露
す
る
作
品
は
､
唐

･
五
代
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
り
ー
同
時
代
の
張
､
曇
､
欧
の
三
家
に
も
殆
ど
み
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
｡
張
､
欧
の
二
家
に
は
女
性
に
封
す
る
作
者
の
心
情
の
窺
え

る
も
の
が
幾

つ
か
あ
る
に
は
あ
る
の
で
あ
る
が
ー
女
性
を
う
た
う
作

品
全
腹
の
中
で

一
割
足
ら
ず
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
ー
柳
永
の
よ
う
な

懲
愛
感
情
の
率
直
な
表
現
と
な
る
と
見
常
た
ら
な
い
O
こ
れ
に
封
L
t

女
性
に
封
す
る
作
者
の
心
情
の
窺
え
る
も
の
は
柳
永
に
於
い
て
は
ほ

ぼ
七
割
を
占
め
ー
懲
愛
感
情
の
率
直
に
吐
露
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
三

割
近
-
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
柳
永
に
と

っ
て
ー
女
性
を
う
た

-
作
品
は
単
に
そ
の
上
に
女
性
の
美
し
き
を
再
構
築
す
る
場
で
は
な

-
､
生
身
の
人
間
と
し
て
の
女
性
に
封
す
る
自
己
の
感
情
を
表
現
す

る
場
で
あ

っ
て
､
女
性
は
単
な
る
素
材
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

閏
怨
詞
の
場
合
も
含
め
て
ー
柳
永
の
措
-
封
象
は
人
間
の
外
面
で
は

な
-
､
人
間
の
内
面
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

六

柳
永
は
ー
そ
の
間
怨
詞
に
於
い
て
は
悲
し
み
恨
む
女
性
の
心
の
動

き
を
具
鮭
的
な
形
で
抽
出
し
ー
女
性
に
語
ら
せ
た
の
で
あ
-
､
ま
た

女
性
を
う
た
う
作
品
に
於
い
て
は
封
象
の
女
性
に
封
す
る
自
己
の
心

情
を
率
直
に
う
た

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
唐

･
五
代
の
詞
人
及

び
同
時
代
の
張
ー
畳
､
欧
の
三
家
の
艶
詞
が
女
性
を
単
な
る
素
材
と

し
て
扱
い
ー
作
者
と
の
内
的
な
関
連
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し

た
の
と
は
大
き
-
相
違
す
る
の
で
あ
る
｡
柳
永
が
そ
の
艶
詞
で
う
た

っ
た
も
の
は
､
生
身
の
人
間
の
懲
愛
感
情
で
あ
-
1
人
間
の
心
の
動

き
を
そ
の
直
哉
的
具
鮭
的
な
表
現
で
率
直
に
う
た

っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
ー
艶
詞
を
た
だ
外
面
的
な
措
寓
か
ら
生
じ
る
情
緒
で
構
成
す

る
の
と
は
異
な
-
1
艶
詞
を
人
間
の
懲
愛
感
情
を
率
直
に
表
現
す
る

方
向
に
推
し
進
め
た
鮎
で
高
-
許
債
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
古
来
ー

柳
永
の
艶
詞
は
〝

俗
〃

で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
来
た
が
､
そ
れ
は
艶

詞
に
と

っ
て
不
幸
な
こ

と
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
懸
愛
を

率
直
に
､
人
間
の
心
に
即
し
て
う
た

っ
た
柳
永
の
艶
詞
こ
そ
艶
詞
の

あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
さ
も
な
け
れ
ば
､
艶
詞
は
人
間
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の
感
情
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
懲
愛
感
情
を
表
現
す
る
場
で
は
な

く
ー
こ
れ
は
特
に
花
間
涯
の
作
品
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
､
革
に

詞
人
の
美
意
識
を
表
現
す
る
場
と
な
-
1
形
式
と
し
て
し
か
存
在
し

な
-
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

柳
永
は
遊
里
と
い
う
､
い
わ
ば
民
間
で
作
詞
活
動
を
し
た
詞
人
で

あ
-
1
い
わ
ゆ
る
文
人
官
僚
で
あ
る
詞
人
と
は
異
な

っ
た
性
格
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
先
に
解
れ
て
お
い
た
が
､
柳
永
は
科
挙

受
験
の
た
め
に
上
京
し
な
が
ら
､
遊
里
に
留
連
す
る
よ
う
に
な

っ
て

し
ま
い
ー
な
か
な
か
科
撃
に
及
第
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
う
こ
う
す
る

う
ち
に
柳
永
は
通
俗
詞
人
と
し
て
有
名
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
ら
し
い
｡

柳
永
の
詞
は
昔
時
民
間
に
か
な
-
流
布
し
て
い
た
ら
し
-
1
そ
の
こ

と
は
､
西
夏
で
柳
永
の
詞
が
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
ー
畳
殊
が
そ
の

定
風
波
を
非
難
し
た
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
柳
永
を

革
に
通
俗
詞
人
と
言
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
o
つ
ま
-
1
詞
と
い
う
文
学
様
式
が
本
来
歌
辞
文

聾
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
､
柳
永
は
い
わ
ば
流
行
歌
の
作
詞
家

と
い
っ
た
性
格
を
多
分
に
持

っ
て
い
た
詞
人
で
あ
る
と
言

っ
た
方
が

⑬

よ
-
適
切
で
あ
ろ
-
｡
そ
し
て
ー
流
行
歌
と
い
う
も
の
が
そ
の
時
の

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

民
衆
の
心
情
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
柳
永
の
艶
詞
の

う
ち
に
も
､
そ
の
民
間
で
の
生
活
鰹
験
か
ら
汲
取
ら
れ
た
民
衆
の
心

情
が
ー
お
の
ず
か
ら
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま

た
､
そ
れ
ゆ
え
に
民
間
に
虞
-
流
布
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
う
し
た
例
と
し
て
三
章
に
引
い
た
定
風
波
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
｡

男
が
恨
め
し
い
と
嘆
-
女
性
の
言
葉
か
ら
感
得
ざ
れ
る
も
の
は
ー
た

だ
暗
-
潅

っ
ほ
い
だ
け
の
情
緒
で
は
な
い
｡
な
に
か
健
康
で
力
強
い
､

明
る
い
精
神
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
民
衆
の
も
つ
力
強

い
精
神
の
反
映
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
柳
永
の
艶
詞
に
は

こ
う
し
た
作
品
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
あ
る
｡
昔
時
ー
民
間
に
は

柳
永
の
よ
う
な
詞
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
中

で
柳
永
の
詞
が
庶
-
民
間
に
停
え
ら
れ
て
い
っ
た
理
由
は
､
彼
の
詞

⑰

が
民
衆
の
心
情
を
よ
-
反
映
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

｡

柳
永
の
詞
集

｢楽
章
集
｣
が
今
日
ま
で
俸
え
ら
れ
て
い
る
意
義
を
､

我
々
は
そ
の
蛮
族
行
役
の
詞
ば
か
-
で
な
-
､
艶
詞
の
中
に
も
見
出

す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
ー
柳
永
の
特
徴
で
あ
る
〟
語
-
〃

と
も
言
う
べ
き
直
哉
的

具
鰻
的
表
現
に
つ
い
て
解
れ
て
お
き
た
い
｡
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詞
は
本
来
歌
わ
れ
る
べ
き
歌
辞
文
蛮
で
あ
る
が
ー
柳
永
は
そ
の
こ

と
を
十
分
考
慮
し
て
い
た
ら
し
い
｡
歌
の
歌
詞
が
具
鰹
的
直
哉
的
で

あ
-
1
〃

語
-
〃

の
よ
う
な
形
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
ー
歌
詞
そ
れ

白
燈
が
〟

詩
〃

と

し
て
の
猪
立
性
を
強
固
に
主
張
す
る
の
で
は
な
-
､

寛
際
に
歌
わ
れ

る
こ
と
を
目
的
と
し
､
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
十
分
尊
重
し

て
作
詞
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
｡
い
わ
ば
､
柳
永
は

メ
ロ
デ
ィ
ー
の
書
か
れ
た
楽
譜
そ
の
も
の
に
歌
詞
を
書
き
込
ん
で
い

っ
た
の
で
あ
る
｡
で
は
､
柳
永
の
よ
う
に
ー
詞
が
直
裁
的
具
睦
的
な

〟語
-
〃

に
な
-
1
詩
作
品
の
凝
縮
し
た
表
現
の
持

つ
内
在
的
情
調

を
喪
失
し

て
ゆ
-
と
き
､
作
品
の
情
調
は
何
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
｡
柳
永
の
詞
は
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
の
る
こ
と
に
よ

っ
て
情
調
が
補
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
O

花
問
涯
の
作
品
が

(特
に
湿
庭
鈎
の
そ
れ
が
)
ー

読
む
も
の

に
と

っ
て
も
滞
特
な
陶
酔
的
雰
囲
気
を
味
わ
い
得
る
の
に
比
較
し
て
ー

柳
永
の
そ
れ
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
へ
の
依
存
度
が
高
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
｡
そ
の
鮎
､
柳
永
が
音
律
に
長
じ
て
い
た
の
は
彼
の
艶
詞
に
と

っ

て
幸
い
な
こ
と
で
あ
-
､
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
融
合
は
ス
ム
ー
ズ

に
貴
行
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
ー
詞
は
現
在
そ
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
失
わ
れ
て
お
-
､
こ
れ
は
臆
説
の
域
を
出
な
い
｡
だ

が
､
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
ー
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
柳

永
に
と

っ
て
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
｡
詞
が
本
来

メ
ロ

デ
ィ
ー
に
の
っ
て
こ
そ
ー
そ
の
歌
辞
文
塾
と
し
て
の
本
質
を
全
う
す

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
ー
メ
ロ
デ

ィ
ー
の
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
柳
永
に
と

っ
て
大
き
な
損
失
で
あ
-
､

そ
の
損
失
は
本
稿
に
あ
げ
た
他
の
詞
人
よ
-
も
大
き
な
も
の
で
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
ー
柳
永
の
艶
詞
に
つ
い
て
検
討
し
て
爽
た
が
ー
こ
れ
を
ふ
ま

え
､
そ
の
蘭
旅
行
役
詞
と
の
関
連
あ
る
い
は
断
層
を
考
察
す
る
こ
と

は
､
柳
永
及
び
柳
永
詞
の
全
髄
像
の
理
解

へ
の

一
つ
の
大
き
な
課
題

で
あ
ろ
う
｡
た
だ
ー
本
稿
で
は
詞
史
の
上
で
の
議
論
に
限

っ
た
の
で
ー

柳
永
の
艶
詞
に
つ
い
て
ー
詩
を
も
含
め
た
韻
文
史
の
上
で
検
討
を
加

え
る
こ
と
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

(な
お
､
楽
章
集
'
花
間
葉
'
陽
春
集
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
次
の
も

の
を
使
用
し
た
｡
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彊
村
叢
書
本

｢
柴
草
集
｣
'
｢
花
間
集
校
｣
､
四
印
資
本

｢
陽
春
集
｣
)

<
注
>

①

柳
永
の
俸
記
に
つ
い
て
は
､
麿
圭
嘩
氏

｢柳
永
事
述
新
語
｣
(｢文
学

研
究
｣

一
九
五
七
年
第
三
期
)
及
び
村
上
哲
見
氏

｢
柳
蕃
姻
家
世
閲
歴

考
｣
(｢集
刊
東
洋
学
｣
第
二
十
五
競
'

1
九
七

l
年
)
に
詳
し
い
論
欝

が
あ
る
｡

④

宋
の
陳
振
孫

｢
直
密
書
銀
解
題
｣
巻
二
十

l
に
い
う
｡

④

柳
永
の
詞
が
俗
と
言
わ
れ
る
の
は
､
俗
語
の
多
用
と
懸
愛
を
う
た
う

こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
小
川
環
樹
氏
に
次
の
よ

う
な
指
摘
が
あ
る
｡

｢
一
つ
一
つ
の
単
語
は
古
典
的
な
文
語
か
ら
出
て
い
て
も
'
そ
の
つ
な

げ
方
に
民
話
風
の
-
だ
け
た
言
い
ま
わ
し
が
強
-
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

私
は
感
じ
る
.｣
(岩
波
書
店
､
中
国
詩
人
選
集
二
集
第
六
巻

｢蘇
蹴
｣

下
)

④

柳
永
の
作
品
の
製
作
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
､
作
品
の
内
容
及
び
俸

記
資
料
か
ら
､
艶
詞
は
そ
の
早
い
時
期
の
､
ま
た
寮
施
行
役
の
詞
は
晩

年
の
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
注
①
に
あ
げ
た
村

上
氏
論
文
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
｡

㊥

南
唐
後
主
李
燈
は

｢南
庸
二
主
詞
｣
に
そ
の
作
品
が
俸
え
ら
れ
て
い

る
が
'
詞
史
を
通
じ
て
特
異
な
詞
風
を
持
つ
詞
人
と
さ
れ
る
の
で
'
こ

こ
で
は
し
ば
ら
-
除
外
し
て
お
-
0

④

以
後
こ
れ
を

〝
女
性
を
う
た
う
作
品
〃

と
呼
ぶ
｡

⑦

村
上
氏
の
見
解
は
本
稿
に
あ
げ
た
作
品
と
は
異
な
っ
た
二
首
'
菩
薩

柳
永
詞
に
つ
い
て

(中
原
)

轡

(玉
枝
明
月
長
相
憶
)
と
更
漏
子

(星
斗
稀
､
鐘
鼓
欣
)
を
あ
げ
て

の
も
の
で
あ
る
が
､
氏
の
見
解
は
温
庭
鍔
の
こ
の
二
首
以
外
の
作
品
に

も
通
ず
る
と
言
え
る
｡

④

注
①
の
唐
氏
論
文
に
あ
る
｡

㊥

張
先
'
曇
殊
､
欧
陽
修
の
作
品
は

｢
全
宋
詞
｣
を
テ
キ
ス
-
と
し
た
｡

な
お
'
存
目
詞
は
除
-
0

⑲

全
篇
を
あ
げ
て
お
-
0

暁
色
初
透
東
商
'
酔
魂
方
覚
0
倍
懲
繍
余
年
擁
､
動
寓
感
脈
脈
､
春
思

無
託
｡
追
想
少
年
､
何
虞
育
棲
貴
歓
楽
｡
営
婿
景
､
恨
月
愁
花
'
算
伊

全
妄
鳳
蜂
的
｡

空
涙
滴
'
虞
珠
暗
落
.
又
被
誰
'
蓮
膏
留
著
｡
不

暁
高
天
甚
意
'
既
付
輿
風
流
､
都
信
情
薄
O
細
把
身
心
自
解
､
只
輿
猛

幹
郡
O
又
及
至
､
見
来
了
､
忠
生
数
人
悪
.

⑪

葉
夢
得

｢避
暑
銀
話
｣
に
載
る
｡
原
文
を
示
し
て
お
-
｡

余
仕
丹
徒
､
嘗
見

一
西
夏
蹄
朝
官
､
云
'
凡
有
井
水
飲
虞
､
即
歌
柳

詞
へ
言
其
俸
之
贋
也
｡

㊥

張
舜
民

｢塞
埠
錬
｣
に
載
る
｡

●

柳
三
愛
既
以
詞
件
仁
朝
'
支
部
不
放
改
官
'
三
愛
不
能
堪
､
諸
相
府
へ

貴
公
日
､
賢
俊
作
曲
子
庶
'
三
襲
日
､
只
如
相
公
亦
作
曲
子
へ
公
日
､

殊
錐
作
曲
子
､
不
曾
道
､
探
線
傭
拍
件
伊
坐
'
柳
逐
退
｡

⑯

江
上
以
下
の
二
句
を
夢
の
中
の
情
景
と
と
る
説
も
あ
る
が
､
い
ま
は

と
ら
な
い
｡

⑭

こ
の
句
を
女
性
の
は
-
靴
の
描
寓
と
す
る
説
も
あ
る
｡
(華
連
圃
｢
花

間
集
注
｣
)
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⑯

費
故
の
意
は
わ
か
ら
な
い
.
仮
に
こ
う
諾
し
て
お
-
｡
欧
陽
修
に
'

護
放
酒
冷
重
温
過

(惜
芳
時
'
酵
素
琴
趣
外
篇
巻
二
)
の
句
が
あ
る
.

⑯

特
に
木
蘭
花
の
連
作
四
首
は
い
わ
ば
妓
女
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ソ
ン
グ

で
あ
-
､
柳
永
の
こ
う
し
た
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
次

に
そ
の
四
首
を
あ
げ
て
お
-
｡

木
蘭
花

(楽
章
集
巻
中
'
林
鍾
商
)

心
娘
自
小
鰭
歌
舞
｡
琴
意
動
容
皆
済
楚
｡
解
教
天
上
念
奴
差
'
不
伯

掌
中
飛
燕
炉
O

玲
瀧
繍
扇
花
戒
語
｡
宛
韓
香
西
雲
欄
歩
O
王
孫
若

擬
滑
千
金
'
只
在
室
榛
東
畔
任
｡

同
英
二

佳
娘
捧
板
花
細
族
｡
唱
出
新
聾
葦
艶
伏
.
金
鵡
扇
掩
詞
典
桑
､
文
杏

梁
高
塵
歓
萩
.

鷲
吟
鳳
噴
清
相
蹄
｡
管
裂
絃
焦
苧
可
逐
｡
何
首
夜

召
人
連
昌
'
飛
上
九
天
歌

一
曲
｡

同
其
三

晶
娘
挙
措
皆
湿
潤
｡
毎
到
婆
婆
偏
憧
俊
o
香
檀
戯
緩
玉
繊
遅
､
蓋
鼓

聾
催
蓮
歩
緊
｡

貴
為
顧
紛
誇
風
韻
.
往
往
曲
終
情
未
轟
｡
坐
中
年

少
暗
滑
魂
'
学
問
青
鷲
家
遠
近
｡

同
英
田

軒
娘

一
塙
腰
肢
轟
｡
回
雪
柴
庭
皆
轟
妙
.
幾
多
押
客
看
無
厭
'

1
輩

舞
童
功
不
到
｡

星
陣
顧
指
精
神
嶋
｡
羅
袖
迎
風
身
段
小
｡
而
今
長

大
願
婆
婆
'
只
要
千
金
酬

一
笑
｡

㊥

柳
永
の
詞
が
民
間
に
虞
-
俸
え
ら
れ
た
の
は
'
彼
を
主
人
公
と
し
た

俗
文
学
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
よ
う
｡
そ
れ
ら
の
俗
文

撃
は
'
民
衆
の
柳
永
理
解
を
表
わ
し
て
い
る
と
も
言
え
'
ま
た
へ
柳
永

の
詞
人
と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
も
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
.

こ
こ
で
は
詳
し
-
ふ
れ
な
い
が
'
次
に
そ
の
幾
つ
か
を
あ
げ
て
お
-
0

花
衛
箕
録

(新
編
酔
余
談
錬
)

柳
者
卿
詩
酒
翫
江
模
記

(清
平
山
堂
話
本
)

衆
名
妓
春
風
弔
柳
七

(古
今
小
説
)
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